
「郷土の伝統知を再認識するための地域運営の試み」（小林比出代）

郷
土
の
伝
統
知
を
再
認
識
す
る
た
め
の
地
域
運
営
の
試
み

ー
飯
山
市
の
伝
統
的
工
芸
品
「
内
山
紙
」
を
め
ぐ
る
地
元
小
学
生
と
教
育
学
部
生
と
の
協
働
学
習
活
動
｜

1
．
研
究
の
背
景
と
目
的

内
山
紙
は
奥
信
濃
（
飯
山
市
）
で
作
ら
れ
る
和
紙
で
あ
る
。
内

山
紙
の
紙
漉
き
技
術
は
、
豪
雪
地
帯
の
冬
の
副
業
と
相
候
っ
て
今
日

ま
で
発
展
し
て
き
た
。

内
山
紙
の
始
ま
り
は
、
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
美
濃
地
方

に
伝
来
し
た
紙
漉
き
の
技
法
を
、
信
濃
国
高
井
郡
内
山
村
（
現
・
長

野
県
下
高
井
郡
木
島
平
村
内
山
）
の
萩
原
喜
右
ヱ
が
美
濃
国
で
習
得

し
、
二
ハ
六
一
年
郷
里
に
帰
っ
て
自
家
で
漉
い
た
こ
と
に
端
を
発
す

る
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
山
紙
の
原
料
は
一

O
O
%椿
で
あ
り
、

冬
場
に
「
雪
さ
ら
し
」
と
い
う
技
法
に
よ
っ
て
繊
維
を
漂
白
す
る
。

薬
品
を
使
わ
ず
風
土
に
適
し
た
技
法
で
漉
く
た
め
に
、
内
山
紙
は
し

な
や
か
か
っ
強
靭
で
あ
り
、
ま
た
、
通
気
性
や
通
光
性
、
保
温
性
に

も
優
れ
、
ふ
っ
く
ら
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
日
焼
け
し
に
く
く

長
持
ち
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
地
域
の
逸
品
で
あ
る
内
山
紙
を
漉
く
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
現
在
、
内
山
紙
伝
統
工
芸
士
で
あ
る
阿
部
製
紙
の

林

比
出
代

阿
部
一
義
氏
・
拓
也
氏
親
子
お
二
人
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
製
造
に
関

す
る
伝
承
が
薄
れ
行
く
危
機
に
あ
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
書
道
に
お

け
る
文
一
房
四
宝
の
一
つ
、
「
紙
」
に
ま
つ
わ
る
長
野
県
の
誇
る
べ
き

文
化
遺
産
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
現
在
の
実
状
を
見
過
ご
し
て
お
く
こ

と
は
で
き
な
い
。

一
方
、
内
山
紙
製
造
の
地
元
で
あ
る
飯
山
市
瑞
穂
地
区
の
飯
山
市

立
東
小
学
校
（
全
校
児
童
四
十
六
名
）
で
は
、
内
山
紙
を
、
児
童
自

身
に
と
っ
て
日
常
の
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
貴
重
な
伝
統
産
業
及

び
文
化
遺
産
で
も
あ
る
と
の
見
識
を
育
成
す
る
た
め
の
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
る
。
真
っ
白
で
丈
夫
な
内
山
紙
に
生
ま
れ
変
わ
る
原
料
と

な
る
椿
の
葉
を
象
っ
た
校
章
を
掲
げ
、
在
籍
す
る
児
童
達
へ
思
い
を

託
す
東
小
学
校
で
は
、
毎
年
六
年
生
が
、
阿
部
氏
の
御
指
導
の
も
と
、

学
校
で
育
て
た
椿
を
蒸
し
、
皮
む
き
し
、
繊
維
を
ほ
ぐ
す
と
の
一
連

の
作
業
を
ふ
ま
え
て
、
自
分
の
卒
業
証
書
を
自
身
で
漉
い
て
い
る
。

本
研
究
で
は
、
内
山
紙
の
歴
史
や
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
一
方
で
、

地
域
の
誇
る
べ
き
伝
統
産
業
を
様
々
な
形
で
伝
承
し
よ
う
と
試
み
る

3 
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地
元
小
学
校
の
児
童
達
の
在
り
方
を
調
査
探
究
す
る
。
本
協
働
学
習

活
動
を
通
し
て
、
地
域
の
子
ど
も
達
が
、
郷
土
の
伝
統
知
を
再
認
識

で
き
る
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
、
内
山
紙
を
め
ぐ
る
自
然
や
人
と
の

関
わ
り
、
及
び
地
場
産
業
で
の
伝
統
知
の
価
値
や
重
要
性
等
を
理
解

し
、
自
分
の
住
む
地
域
を
誇
り
に
思
え
る
よ
う
育
成
す
る
こ
と
を
目

指
す
。
ま
た
、
本
研
究
に
携
わ
る
学
生
は
教
員
養
成
系
学
部
に
在
籍

し
、
近
い
将
来
自
身
が
教
育
の
発
信
者
と
な
る
。
本
研
究
を
、
学
生

自
身
が
地
峡
の
伝
統
産
業
や
文
化
遺
産
に
つ
い
て
研
究
し
、
受
け
継

い
だ
知
識
技
能
を
そ
の
先
の
世
代
へ
伝
え
る
と
い
っ
た
本
学
学
生
の

教
育
に
も
つ
な
げ
た
い
。

E
．
研
究
の
方
法

本
研
究
は
、
平
成
二
十
九
年
度
後
期
開
講
授
業
量
墨
田
一
特
別
演
習
」

の
中
で
、
文
一
房
四
宝
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
、
郷
土
の
貴
重

な
伝
統
産
業
か
つ
文
化
遺
産
に
関
し
て
探
究
す
る
こ
と
、
及
び
そ
の

文
化
遺
産
と
地
元
の
小
学
生
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
展
開
し
た
。
ま
た
、
学
生
が
年
聞
を
通
し
て
行
っ

て
い
る
「
書
道
自
主
ゼ
ミ
」
の
活
動
と
も
連
携
を
と
っ
た
。

本
研
究
結
果
に
関
し
て
は
、
二

O
一
八
（
平
成
三
十
）
年
二
月

開
催
の
「
信
州
大
学
教
育
学
部
卒
業
書
道
展
」
で
パ
ネ
ル
及
び
展
示

発
表
を
行
っ
た
。

4 

E
．
研
究
の
経
過

【
平
成
一
一
十
九
年
十
月
十
四
日
（
土
）
阿
部
製
紙
に
て
】

O
阿
部
一
義
氏
か
ら
内
山
紙
の
歴
史
／
内
山
紙
の
紙
質
／
格
の
生
育

か
ら
内
山
紙
誕
生
へ
の
変
遷
／
内
山
紙
の
漉
き
方
の
工
程
／
内
山

紙
の
現
在
等
を
伺
っ
た
。

。
製
造
さ
れ
た
内
山
紙
の
特
質
を
調
査
し
た
。

。
椿
か
ら
内
山
紙
完
成
ま
で
の
工
程
を
考
察
し
、
阿
部
一
義
氏
・
拓

也
氏
に
ご
指
導
い
た
だ
き
な
が
ら
、
実
際
に
本
学
部
書
写
書
道
教

育
研
究
室
の
学
生
（
以
下
「
学
生
」
）
が
内
山
紙
を
製
作
し
た
。

【
平
成
一
一
十
九
年
十
月
十
四
日
（
土
）

飯
山
市
ふ
る
さ
と
／
飯
山
市
伝
統
産
業
会
館
に
て
】

。
内
山
紙
に
関
す
る
歴
史
的
な
資
料
等
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
ま
た
、

研
究
発
表
に
際
し
て
の
展
示
方
法
等
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
い

た。
【
平
成
二
十
九
年
十
月
二
十
六
日
（
木
）
東
小
学
校
に
て
】

。
担
任
の
中
村
先
生
と
、
六
年
生
（
十
一
名
）
対
象
の
内
山
紙
を

め
ぐ
る
学
習
に
関
し
て
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
。

【
平
成
一
一
十
九
年
十
月
三
十
日
（
月
）
東
小
学
校
に
て
】
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O
成
長
し
た
椿
を
収
穫
す
る
作
業
と
そ
の
振
り
返
り
学
習
を
六
年
生

と
学
生
が
一
緒
に
行
っ
た
。

【
平
成
二
十
九
年
十
月
三
十
一
日
（
火
）
阿
部
製
紙
に
て
】

O
収
穫
し
た
椿
を
蒸
し
て
皮
む
き
す
る
作
業
と
振
り
返
り
学
習
を
六

年
生
と
学
生
が
一
緒
に
行
っ
た
。

【
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
日
（
金
）
東
小
学
校
に
て
】

O
柔
ら
か
く
な
っ
た
椿
を
叩
く
作
業
と
そ
の
振
り
返
り
学
習
を
六
年

生
と
学
生
が
一
緒
に
行
っ
た
。

【
平
成
二
十
九
年
十
一
月
三
十
日
（
木
）
阿
部
製
紙
に
て
】

O
六
年
生
が
自
分
自
身
の
卒
業
証
書
と
な
る
内
山
紙
を
漉
い
た
。
そ

の
工
程
を
学
生
が
記
録
し
た
。

【
平
成
ニ
＋
九
年
十
二
月
信
州
大
学
教
育
学
部
に
て
】

O
学
生
が
漉
い
た
内
山
紙
を
用
い
て
、
自
身
の
書
道
作
品
を
制
作
し

た。
【
平
成
三
十
年
一

5
二
月
信
州
大
学
教
育
学
部
に
て
】

O
「
平
成
二
十
九
年
度
信
州
大
学
教
育
学
部
卒
業
書
道
展
」
で
の
パ

ネ
ル
及
び
展
示
発
表
の
準
備
を
し
た
。

【
平
成
三
十
年
二
月
十
四
日
（
木
）

5
十
八
日
（
日
）

信
濃
教
育
博
物
館
（
長
野
市
）
に
て
】

O
前
記
全
過
程
の
記
録
を
、
完
成
し
た
書
道
作
品
と
と
も
に
パ
ネ
ル

及
び
展
示
発
表
し
た
。
ま
た
、
東
小
学
校
六
年
生
と
学
生
と
の
学

習
交
流
会
を
行
っ
た
。

N
研
究
の
成
果

本
研
究
に
お
け
る
協
働
学
習
の
成
果
の
一
端
と
し
て
、
椿
の
収

穫
作
業
後
に
発
行
さ
れ
た
「
東
小
学
校
六
学
年
学
級
通
信
平
成

二
十
九
年
十
二
月
一
日
号
」
で
の
記
事
を
一
部
紹
介
す
る
。

こ
う
ぞ
の
刈
り
取
り
で
の
子
ど
も
た
ち
の
感
想
は
、
「
だ
ん
だ
ん

刈
り
取
り
、
が
上
手
く
な
っ
た
。
」
、
「
も
っ
と
固
い
木
か
と
思
っ
た
け

ど
、
柔
ら
か
か
っ
た
。
」
「
5
か
月
で
こ
ん
な
に
こ
う
ぞ
が
大
き
く
な

っ
て
す
ご
い
と
思
っ
た
。
」
と
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
が
、
信
大
生

は
、
「
紙
一
枚
作
る
の
に
ど
の
く
ら
い
の
こ
う
ぞ
の
量
が
必
要
な
の

か
」
、
「
こ
う
ぞ
は
同
じ
株
で
、
あ
と
何
年
く
ら
い
収
穫
で
き
る
の
か
」

と
違
っ
た
見
方
・
考
え
方
で
感
想
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

R
さ
ん
や
ー
さ
ん
の
日
記
に
も
あ
る
よ
う
に
、
今
回
の
信
大
生
と

の
活
動
は
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
新
た
な
見
方
・
考
え
方
の
収
穫

に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
機
会

が
あ
り
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
限
り
で
す
。
ま
だ
ま
だ
信
大
生
と
の

活
動
は
続
き
ま
す
が
、
子
ど
も
た
ち
も
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

5 
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続
い
て
、
児
童
達
が
卒
業
証
書
を
漉
く
工
程
に
同
行
し
た
後
の
学

生
達
の
レ
ポ
ー
ト
の
一
部
を
按
粋
す
る
。

子
ど
も
一
人
一
人
が
こ
の
経
験
を
ど
の
よ
う
に
感
じ
取
り
、
ど
の

よ
う
に
繋
げ
て
い
く
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
内
山
紙
」

と
い
う
郷
土
の
宝
を
知
り
、
卒
業
証
書
を
自
分
で
漉
い
た
と
い
う
思

い
出
は
残
る
だ
ろ
う
。
現
在
、
長
野
県
で
は
「
信
州
学
」
と
呼
ば
れ

る
郷
土
に
つ
い
て
の
学
び
を
取
り
入
れ
て
い
く
活
動
が
盛
ん
に
な
っ

て
き
て
い
る
が
、
自
分
の
郷
土
を
知
り
、
自
分
は
今
こ
こ
で
生
き
て

い
る
、
こ
こ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
音
P

識
す
る
き
っ
か

け
に
な
る
と
思
う
。
（
中
略
）
今
回
の
活
動
は
ま
さ
に
、
生
の
「
信

州
学
」
で
あ
っ
た
と
思
っ
た
。

最
後
に
「
卒
業
証
書
に
な
る
の
が
楽
し
み
」
や
「
こ
こ
ま
で
作
っ

た
の
が
楽
し
か
っ
た
」
や
「
他
の
地
峡
の
人
に
も
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
っ
た
」
な
ど
の
感
怨
が
児
童
た
ち
か
ら
挙
が
っ
た
の
を
聴
い
て
、

地
元
の
伝
統
工
芸
品
で
あ
る
内
山
紙
を
漉
く
と
い
う
活
動
を
五
感
を

通
し
て
体
験
し
た
こ
と
が
児
童
た
ち
の
心
に
残
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
た
。
こ
の
段
階
で
他
の
地
域
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
え
た

児
童
は
も
ち
ろ
ん
素
晴
ら
し
い
気
づ
き
を
得
た
と
思
う
が
、
今
の
段

階
で
は
そ
こ
ま
で
思
え
な
く
て
も
、
こ
の
貴
重
な
体
験
を
心
の
片
隅

に
置
い
て
お
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
い
つ
か
内
山
紙
を
ど
う
に
か
し

て
残
し
て
い
き
た
い
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
活
動
が
で
き
る
飯
山
の
小
学
生
た
ち
を

羨
ま
し
い
と
思
っ
た
。

今
回
の
内
山
紙
で
の
卒
業
証
書
制
作
も
、
き
っ
と
子
ど
も
た
ち
の

中
に
色
濃
く
残
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
郷

土
に
愛
着
や
誇
り
を
持
っ
て
ほ
し
い
、
と
考
え
た
と
き
、
今
回
の
よ

う
な
活
動
は
と
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
生
ま
れ
に
誇
り
を
持
つ

こ
と
は
、
自
分
の
自
信
に
も
つ
な
が
る
。
郷
土
を
知
る
こ
と
が
、
い

つ
の
日
か
郷
土
の
た
め
に
な
る
仕
事
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

次
ぺ

i
ジ
に
は
、
本
研
究
を
通
し
て
学
生
が
作
成
し
、
「
平
成

二
十
九
年
度
信
州
大
学
教
育
学
部
卒
業
主
恩
埠
展
」
に
て
展
示
発
表
し

た
パ
ネ
ル
を
掲
載
す
る
。

6 
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3 

阿
部
製
紙
さ
ん
に
つ
い
て

飯
山
市
で
三
代
に
渡
り
伝
統
的
工
芸
品
で
あ
る
内
山
紙
を
製
造
し
て
い
ま
す
。

現
在
は
、

二
代
目
阿
部

一
義
さ
ん
と
一二
代
田
阿
部
拓
也
さ
ん
の
お
二
人
で
、
障
子

に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

？
 

紙
を
中
心
に
様
々
な
緩
類
の
紙
を
漉
い
て
い
ま
す

Q

お
こ
人
は
「伝
統
工
芸
土
」

阿
部

一
義
さ
ん
は
、
手
泌
さ
の
和
紙
に
つ
い
て

「手
漉
き
に
は
手
漉
き
に
し
か
出
せ
な
い
風
合
い
が
あ
る
の
機
械
漉
き
が
増
え

と
仰
っ
て
い
ま
し
た
。

て
い
る
が
、

乎
漉
き
の
文
化
は
な
く
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
t

」

内
山
紙
の
エ
程

一
こ
う
ぞ

一

’

…

三た

一
緒
の
原
生

司

E
E？

打
解
（
叩
き
〉
一

』
F

「

，

一

や
わ
ら
か
く
な
っ
た
械
を
一

九
円
i
i
i
j

一
あ

く

γ

一

刈

り

取

り

こ

灰

汁

抜

き

市

（
打
解
警
で
つ
く
。
東
一

一
一
煮
た
皮
を

一
晩
水
に
さ
ら
す
。

一小
学
校
の
六
年
生
は
今
問
一

mm
の
徐
元
か
ら

…

r

－

‘
，

一
金
悔
や
木
鎚
を
使
っ
て
こ
一

ツ
取
る
。

一

圃

一

凶
i
i
i
i
i
i

一i
l
i
I
l
l
i
t－
－

i
t
i

一
の
作
業
を
行
っ
た
。

一

4
・
可

一
し
ゃ
じ
φ
く

f
l
i
l
i－
－

F
i
j
i－
－

ti

lalfil
－－二
煮一熟

。

き

一

一皮
を
灰
hF
ま
た
は
ア
ル
カ
リ

一ふ
し
ひ
ろ
い

っ
た
熔
を
条
で
蒸
一
一位
の
幾
口
聞
で
煮
る
内

一aglit－
－

i
i
l
l
i
t－
－

lisle

一
ゴ
ミ
な
ど
を
清
水
の
中
で
き

語
え

一

占’

一

t

．

一
れ
い
に
取
り
除
く
a

e

J子

さ
ら
し

w

’

ζ

り

二

雪
の
上
に
績
を
並
べ
、
薄
く
雪
二

eli－
－

a
l
k
ali－
－

i
i

iい
皮
や
キ
ニ

を
か
け
る

』の
主
総
に
よ
り

一

…
紙

？

ら
落
と
す
勾

……

内
山
紙
の
特
徴
で
あ
る

「陶
然
一

…岨
怖
を
水
に
雪
二

枚

一
枚
漉

r
l
F戸川河
j
i
l
l
一
片

実
際
に
東
小
学
校
の
児
童
が
体
験
し
た
活
動
は
赤
い
文
字
で
記
し
て
い
ま
す
与

4 

（
阿
部
製
紙
さ
ん
に
間
開
示
さ
れ
た
資
料
を
参
考
に
作
成
）

8 
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ー
伝
統
エ
芸
品
「
内
山
紙
」

飯
山
市
主
求
小
学
校
の
取
り
組
み

と
児
童
た
ち
！

5 
阿
部
製
紙
に
ほ
ど
近
い
飯
山
市
立
東
小
学
校
で
は
、
地
元
の
伝
統
的
工
芸
品

る

「内
山
紙
」
を
漉
く
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

を
身
近
に
感
じ
る
取
り
組
み
と
し
て
、
六
年
生
が
自
分
た
ち
の
卒
業
証

と
な

ご
う
ぞ

東
小
学
校
の
プ

i
ル
脇
に
は
、

「内
山
紙
」
の
線
料
と
な
る
格
が
生
え
て
お
り
、

児
童
た
ち
は
そ
の
織
を
使
っ
て
紙
漉
き
を
し
ま
す
。
①
刈
り
取
り

②
皮
剥
ぎ

③
叩
き

④
漉
き
と
、
工
程
を
何
度
に
も
分
け
て
行
い
、
格
の
校
か
ら
「内
山
紙
」

が
出
来
る
ま
で
を
体
験
的
に
学
習
し
ま
す
。

国

の
薬
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
東
小
学
校
の
校

① 

刈
り
取
り

瞬、a
J
Z

、

児
議
た
ち
は
、

持
参
し
た
小
刀
で
手
際
よ
く
械
を
刈
り
取
っ
て
い
き
ま
し
た
。

一
本
の
俸
に
し
ま
し
た
。
ニ

O
t一一一O
本
ず

刈
り
取
っ
た
校
か
ら
葉
を
台
し
り
、

つ
の
東
が
一日一つ
で
き
ま
し
た
。

作
業
を
終
え
た
児
鼠
た
ち
は
、

「
刈
り
取
り
は
難
し
か
っ
た
け
ど
、
楽
し
か
っ
た
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

「織
が
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
紙
に
な
っ
て
い
く
の
か
知
り
た
い
」

9 
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f主〉

皮
表jは

ぎ

刈
り
取
っ
た
栴
は
、
阿
部
製
紙
さ
ん
の
大
き
な
後
で
蒸
し
あ
げ
ら
れ
、
冷
た
い

水
の
中
に
版
た
れ
ま
す
c

熱
で
膨
張
さ
せ
た
後
に
急
冷
す
る
こ
と
で
芯
が
縮
む

た
め
、
皮
が
す
る
ん
と
剥
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
椅
の
皮
の
繊
維
を
使
つ

っ
て
簿
い
表
皮
を
こ
そ
げ
と
っ
て
い
き
ま
す
。

て
紙
を
漉
き
ま
す
む
手
で
脳
陣
い
皮
を
剥
ぎ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
専
用
の
道
具
を
使

児
童
た
ち
は
、
大
き
な
祭
の
義
が
開
け
ら
れ
る
と
「
お
お
！
っ
」
と
歓
声
を
上

み
た
い
な
に
お
い
」
と
表
現
し
ま
し
た
。

げ
、
接
さ
れ
た
絡
の
独
特
な
に
お
い
を
「
サ
ツ
マ
イ
モ
み
た
い
な
に
お
い
」
「
川
市

皮
を
剥
い
だ
後
の
校
は
ス
ベ
ス
ベ
で

手
触
り
が
良
く
、
「
こ
れ
を
杖
に
し
て

明
日
の
登
山
に
行
こ
う
」
と
盛
り
上
が

る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
。
剥
い
だ
厚
い

皮
か
ら
さ
ら
に
表
皮
を
こ
そ
げ
と
る
の

は
と
て
も
綴
気
が
嬰
り
、
「
綾
が
痛
い
」

と
こ
ぽ
し
な
が
ら
も
丁
寧
に
作
業
を
す

る
次
官
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
表
皮
を
剥
い
だ

憾
の
皮
を
「
ワ
カ
メ
み
た
い
」
と
児
童
も
い
ま
し
た
。

た
た

③

叩
き

しe
し
・
く
あ
戸
、

意
仙
烈

’
灰
汁
抜
き
を
し
た
権
の
皮
か
ら
、
水
槽
の
中
で
ご
み
を
取
り
除
き
ま

す
。
丁
寧
に
行
う
こ
と
で
、
白
く
て
き
れ
い
な
紙
を
漉
く
こ
と
が
で
き
る
そ
う
で

す
。
そ
の
後
、
繊
維
を
ほ
ぐ
す
た
め
に
皮
を
木
槌
や
金
槌
で
叩
き
ま
す
。

児
童
た
ち
は
、
仲
間
と
話
し
合
い
、
工
夫
を
し
な
が
ら
作
業
を
す
す
め
て
い
き

ま
し
た
。
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
水
を
入
れ
て
叩
く
児
童
も
い
ま
し
た

9

大
量
の
格
の

皮一

一
つ
ひ
と
つ
に
、
了
慾
に
乎
を
加
え
て
い
く
様
子
か
ら
、
こ
こ
ま
で
手
を
か
げ

て
き
た
橋
や
臼
分
た
ち
の
本
業
証
書
へ
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

一
生
、懸
命
叩
い
た
摘
の
識
維
を
水
の
中
へ
絞
っ
た
も
の
を
触
り
な
が
ら
、

「
ふ

わ
ふ
わ

1
し「
犬
み
た
い
」ー
と
ろ
ろ
こ
ん
ぶ
み
た
い
t

と
の
感
怨
を
述
べ

て
い
ま

し
た
υ

10 
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0) 

漉ず
き

泌
き
船
に
は
、
締
躍
な
水
と
絡
の
繊
維
、
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
と
い
う
縞
物
の
根
か

ら
と
っ
た
粘
液
が
入
っ
て
い
ま
す
，
ト
ロ
ロ
ア
オ
イ
の
粘
り
気
で
、
権
の
繊
維
が

す
J

げた

水
中
に
撹
狩
さ
れ
、
紙
漉
き
が
し
や
す
く
な
る
そ
う
で
す
。
「鰐
一
桁
」
と
よ
ば
れ

る
、
紙
を
漉
く
た
め
の
本
枠
で
滅
き
船
の
中
の
水
を
す
く
い
取
り
、
両
手
で
水
平

に
保
ち
な
が
ら
、
前
後
ホ
お
に
動
か
し
て
紙
を
漉
き
ま
す
。

て
の
説
明
を
き
い
て
か
ら
、
作
業
に
移
り
ま
し

児
童
た
ち
は
、
阿
部
拓
也
さ
ん
か
ら
内
山
紙
の
僚
史
や
紙
の
減
き
方
に
つ
い

司
釧
叫
酎
制
剖
引
制
引
制
り
山

た
υ

仲
間
が
漉
い
て
い
る
の
を
じ
っ
と
見
つ
め
、

「
で
き
る
か
な
」
と
不
安
そ
う
に
し
て
い
た
児

車
も
、
い
ざ
自
分
の
番
が
や
っ
て
く
る
と
、
緊
張

し
な
が
ら
も
、
と
て
も
初
め
て
と
は
思
え
な
い

手
つ
き
で
す
い
す
い
と
寅
桁
を
動
治
し
て
い
ま

し
た
匂

ま
と
め
の
時
間
で
は
、

「秋
に
刈
り
取
り
か
ら
始
め
て
、
よ
う
や
く
紙
漉
き
が

で
き
た
」「
儲
か
ら
紙
を
濃
く
の
は
大
変
だ
っ
た
し
、
難
し
か
っ
た
6

「自
分
で
漉

ほ
し
い
」
と
各
々
感
想
を
発
楽
し
て
い
ま
し
た

い
た
紙
が
－
M
T
業
証
設
に
な
る
の
は
嬉
し
い
L

「県
外
の
人
に
も
内
山
紙
を
知
っ
て

6 

ま
と
め

児
議
た
ち
の
新
鮮
な
反
応
や
独
特
な
表
現
に

は
い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
し
た
。

も
の
づ
く
り
の
大
変
さ
や
楽
し
さ
を
五
感
で
感

じ
と
り
な
が
ら
、
内
山
紙
を
了
僚
に
作
り
上
げ

て
い
く
姿
は
と
て
も
印
象
的
で
し
た
の
儲
か
ら

内
山
紙
を
滅
き
、
そ
れ
が
自
分
た
ち
の
卒
業
証

4
m
H

に
な
る
と
い
う
経
験
は
、
大
人
に
な
っ
て
地

一苅
・
飯
山
に
思
い
を
馳
せ
る
き
っ
か
け
、
ひ
い

て
は
－自
分
の
郷
土
に
諮
り
を
持
つ
こ
と
に
も
な

る
で
し
ょ
う
司

今
闘
の
活
動
を
通
し
て
、
内
山
紙
の
性
質
や

歴
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
児
議
た
ち
が
地
元

の
伝
統
的
工
芸
品
に
触
れ
る
こ
と
の
大
切
さ
を

学
び
ま
し
た
ひ
ま
た
、
長
野
県
の
伝
統
的
工
芸

口問
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
内
山
紙
の
伝
統
が
受
け

継
が
れ
て
い

っ
て
ほ
し
い
と
強
く
感
じ
ま
し

た

11 
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今
回
の
研
究
及
び
協
働
学
習
に
関
し
ま
し
て
、

・
阿
部
製
紙
阿
部
一
義
様

阿
部
拓
也
様

・
飯
山
市
教
育
長
長
瀬
哲
先
生

－
飯
山
市
立
東
小
学
校
森
本
法
正
校
長
先
生

ムハ
学
年
担
任
中
村
大
先
生

六
学
年
の
み
な
さ
ん

・
飯
山
市
教
育
委
員
会
藤
本
智
教
様

－
飯
山
市
美
術
館
井
端
伸
介
機

－
和
紙
研
究
会
の
み
な
さ
ん

－
飯
山
市
伝
統
産
業
会
館

・
飯
山
市
ふ
る
さ
と
館

－
信
州
大
学
教
育
学
部
井
田
秀
行
先
生

以
上
の
皆
様
か
ら
、
多
く
の
ご
教
示
ご
協
カ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
書
写
書
道

教
育
研
究
室

｝
問
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

本
協
働
学
習
活
動
を
通
じ
て
、
地
域
の
子
ど
も
達
が
故
郷
に
お
け

る
伝
統
知
の
価
値
や
重
要
性
を
改
め
て
認
識
し
、
郷
里
へ
の
衿
持
を

よ
り
強
固
に
持
て
た
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
本
研

究
に
携
わ
っ
た
学
生
達
に
は
、
郷
土
の
誇
る
べ
き
伝
統
産
業
を
改
め

て
見
直
し
、
身
近
で
継
承
に
困
難
を
極
め
て
い
る
文
化
遺
産
に
つ
い

て
講
究
し
た
こ
と
で
、
次
世
代
へ
継
承
す
る
た
め
の
方
策
を
思
案
す

る
き
っ
か
け
が
提
起
で
き
た
と
考
え
て
い
る
。

12 

こ
の
展
示
発
表
は
、

平
成
二
十
九
年
度

信
州
ア
カ
デ
ミ
ア
（
偉
大
C
O
C）
事
業
C
O
C事
業

地
域
協
働
型
研
究
・
教
育
事
業

の
補
助
を
受
け
て
実
施
し
て
い
ま
す。

【
付
記
】

本
研
究
は
、
平
成
二
十
九
年
度
信
州
ア
カ
デ
ミ
ア
（
信
大
C
O

C
事
業
）
地
域
協
働
型
研
究
・
教
育
事
業
の
補
助
を
受
け
て
実
施
し

た
。
ま
た
、
本
論
考
は
、
「
平
成
二
十
九
年
度
信
州
大
学
「
地
域
協

働
型
研
究
・
教
育
補
助
」
成
果
報
告
書
」
に
基
づ
き
執
筆
し
た
。


